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元
雑
劇
「
救
風
塵
」
に
み
る
妓
女
像
の
再
発
見

福　

永　

美　

佳

　
　
　
　

一　

は
じ
め
に

　

近
代
以
前
の
中
国
の
都
市
部
に
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
、

歌
舞
・
奏
楽
・
話
術
・
棋
・
作
詩
・
書
画
な
ど
の
芸
事
に
よ

っ
て
生
計
を
立
て
る
妓
女
が
存
在
し
た
。
妓
楼
が
建
ち
並
ぶ

一
帯
は
、
官
僚
や
科
挙
の
受
験
生
、
一
般
の
民
衆
な
ど
が
集

ま
る
社
交
場
と
な
り
、
そ
こ
に
身
を
寄
せ
る
妓
女
は
、
彼
ら

を
と
お
し
て
文
学
に
も
深
く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

そ
の
な
か
で
妓
女
を
題
材
と
し
た
作
品
も
創
作
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。

　

こ
の
う
ち
演
劇
の
分
野
に
お
け
る
傑
作
と
さ
れ
て
い
る
の

が
、「
趙
盼
児
風
月
救
風
塵
」（
以
下
、「
救
風
塵
」
と
略
す
）

で
あ
る
（
注
１
）。
こ
れ
は
元
代
を
代
表
す
る
劇
作
家
、
関
漢
卿

の
作
と
さ
れ
、
趙
盼
児
と
い
う
名
の
義
侠
心
に
溢
れ
る
妓
女

が
、
窮
地
に
陥
っ
た
仲
間
の
妓
女
を
、
色
仕
掛
け
と
駆
け
引

き
に
よ
っ
て
嫖
客
の
も
と
か
ら
救
い
出
す
と
い
う
話
で
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
、
封
建
社
会
に
生
き
る
妓
女
や
書
生
に
同
情

し
、
官
商
の
凶
暴
さ
と
虚
偽
を
暴
き
出
し
た
作
品
と
い
う
評

価
が
す
で
に
定
ま
っ
て
い
る
が
（
注
２
）、
才
気
煥
発
な
趙
盼
児

に
対
し
て
、
虐
げ
ら
れ
た
存
在
と
い
う
点
ば
か
り
が
注
目
さ

れ
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
。
そ
こ
で
本

論
で
は
、
趙
盼
児
に
よ
る
「
誓
い
」
の
言
葉
を
通
し
て
、「
救

風
塵
」
が
評
価
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　

二　
「
救
風
塵
」
に
つ
い
て

　
「
救
風
塵
」
は
元
代
の
演
劇
、
い
わ
ゆ
る
元
雑
劇
に
属
す
。

元
雑
劇
と
は
、
し
ぐ
さ
や
せ
り
ふ
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
進
展

す
る
歌
劇
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
に
お
け
る
芝
居
の
台
本
の

な
か
で
は
現
存
す
る
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。

　

元
雑
劇
に
は
独
特
の
決
ま
り
が
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
が
、

四
幕
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
幕
の
こ
と
を
「
折
」
と

呼
び
、
い
ま
「
折
」
ご
と
に
「
救
風
塵
」
の

概
を
記
す
と
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
（
注
３
）。
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趙
盼
児
の
妹
弟
子
で
あ
る
宋
引
章
が
、
貧
乏
書
生
の

安
秀
実
と
の
婚
約
を
反
故
に
し
、
知
事
の
息
子
で
あ
る

周
舎
の
も
と
へ
嫁
ぐ
。（
一
折
）
周
舎
と
宋
引
章
は
鄭
州

で
暮
ら
し
始
め
る
が
、
す
ぐ
に
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
。

夫
の
暴
力
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
宋
引
章
か
ら
、
手

紙
が
届
く
。
母
親
に
依
頼
さ
れ
、
趙
盼
児
は
宋
引
章
の

救
出
を
決
意
す
る
。（
二
折
）
趙
盼
児
は
鄭
州
の
旅
籠
へ

出
向
く
。
周
舎
が
顔
を
見
せ
る
と
、
趙
盼
児
は
気
の
あ

る
素
振
り
を
見
せ
て
近
づ
き
、
宋
引
章
と
の
別
れ
を
迫

る
。
周
舎
は
宋
引
章
に
離
縁
状
を
書
く
。（
三
折
）
趙
盼

児
は
離
縁
状
を
受
け
取
る
と
、
宋
引
章
と
と
も
に
逃
げ

る
が
、
途
中
で
周
舎
に
捕
ま
っ
て
し
ま
う
。
口
論
と
な

る
が
、
決
着
が
つ
か
ず
、
裁
判
所
へ
行
く
。
結
局
、
離

縁
状
が
あ
る
た
め
、
周
舎
の
意
見
は
通
ら
ず
、
正
式
に

宋
引
章
と
周
舎
の
離
縁
が
決
ま
る
。
宋
引
章
は
安
秀
実

と
再
婚
す
る
。（
四
折
）

　

元
雑
劇
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
原
則
が
、
歌
を

主
体
と
す
る
劇
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歌
唱
が
許
さ
れ
る
の
は

一
つ
の
劇
に
つ
き
一
人
と
決
め
ら
れ
て
お
り
、
一
人
の
俳
優

が
歌
い
と
お
す
こ
と
で
あ
る
。
他
の
役
者
は
せ
り
ふ
や
し
ぐ

さ
に
よ
っ
て
の
み
参
加
で
き
る
。「
救
風
塵
」
で
は
、
趙
盼
児

に
扮
し
た
役
者
が
、重
要
な
歌
い
手
を
つ
と
め
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

趙
盼
児
に
よ
っ
て
評
価
が
決
ま
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
そ
こ
で
以
下
、
趙
盼
児
の
言
葉
に
沿
っ
て
論
じ
る
こ
と

に
し
た
い
。

　
　
　
　

三　

妓
楼
に
お
け
る
「
誓
い
」
の
も
つ
意
味

　

中
国
の
文
学
に
は
、
先
行
す
る
作
品
の
モ
チ
ー
フ
や
テ
ー

マ
を
取
り
入
れ
、
創
作
さ
れ
た
作
品
が
非
常
に
多
く
、
そ
れ

ら
の
相
互
関
係
を
探
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
。
妓
女

を
題
材
と
し
た
作
品
も
例
外
で
は
な
い
。
例
え
ば
、大
木
康
は
、

唐
代
の
伝
奇
か
ら
明
代
の
白
話
小
説
ま
で
に
、
士
大
夫
の
立

身
出
世
を
補
佐
し
、
愛
を
貫
く
妓
女
の
系
譜
が
存
在
す
る
と

い
い
、
唐
代
伝
奇
の
「
李
娃
伝
」
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、「
救

風
塵
」
を
同
一
系
列
の
作
品
と
し
て
、
評
価
し
て
い
る
（
注
４
）。

　

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
「
李
娃
伝
」
と
は
、
世
間
知
ら
ず
の

科
挙
受
験
生
が
、
都
で
知
り
合
っ
た
妓
女
の
李
娃
に
溺
れ
、

財
産
を
貢
い
だ
挙
句
に
捨
て
ら
れ
、
物
ご
い
に
身
を
や
つ
す

も
の
の
、
最
後
は
改
心
し
た
李
娃
の
支
え
に
よ
っ
て
出
世
す
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る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
話
を
締
め
く
く
る
に
あ

た
っ
て
、
李
娃
の
行
為
に
対
し
「
嗟
乎
、
倡
蕩
之
姫
、
節
行

如
是
。
雖
古
先
烈
女
、不
能
踰
也
。
焉
得
不
爲
之
歎
息
哉
」（
嗟

乎
、
倡
蕩
の
姫
に
し
て
、
節
行
是
の
如
し
。
古
先
の
烈
女
と

雖
も
、
踰
ゆ
る
能
は
ざ
る
な
り
。
焉
ん
ぞ
之
が
為
に
歎
息
せ

ざ
る
を
得
ん
や
）
と
い
う
批
評
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
何
よ
り
利
益
を
優
先
す
る
は
ず
の
妓
女
が
、
自

分
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
男
性
を
助
け
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
、

今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
救
風
塵
」
の
二
折
に
は
、
こ
の
「
李
娃
伝
」
が
、
次
の
よ

う
な
形
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

【
醋
葫
蘆
】
那
一
個
不

可
可
道
横
死
亡
。
那
一
個
不
實

丕
丕
拔
了
短
籌
。
則
你
這
亜
仙
子
母
老
實
頭
。
普
天
下

愛
女
娘
的
子
弟
口
、

、
不
則
周
舎
説

也
（
注
５
）、
那
一

個
不
揜
麻
各
般
説
咒
。
恰
似
秋
風
過
耳
休
休
。

【
醋
葫
蘆
】（
約
束
を
破
れ
ば
）
誰
一
人
む
ご
い
不
慮
の

死
を
遂
げ
る
と
言
わ
ぬ
も
の
は
な
し
。
誰
一
人
短
い
命

の
く
じ
を
引
く
と
言
わ
ぬ
も
の
は
な
し
。
そ
れ
な
の
に

あ
ん
た
ら
亜
仙
親
子
っ
た
ら
お
人
よ
し
よ
ね
。
遍
く
天

下
の
女
好
き
な
嫖
客
と
い
う
の
は
、
お
姉
さ
ん
、
周
舎
だ
け

が
で
た
ら
め
を
い
う
の
で
は
な
い
わ
、
誰
一
人
さ
ま
ざ
ま
な
誓

い
の
言
葉
を
口
に
し
な
い
も
の
は
な
い
。（
し
か
し
）
ま

る
で
秋
風
が
ヒ
ュ
ー
と
耳
元
を
か
す
め
る
の
と
同
じ
で

そ
れ
っ
き
り
（
風
が
吹
く
音
と
「
万
事
休
す
」
と
が
か

け
て
あ
る
）
な
ん
で
す
よ
。

　

こ
こ
で
趙
盼
児
は
、
周
舎
を
信
じ
て
裏
切
ら
れ
た
宋
引
章

親
子
を
、
男
か
ら
金
を
巻
き
上
げ
た
李
娃
親
子
に
な
ぞ
ら
え
、

彼
女
ら
の
行
動
を
皮
肉
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
仲
間
へ
の
同

情
や
客
へ
の
愛
情
よ
り
も
、
嫖
客
の
立
て
た
誓
い
に
意
味
な

ど
な
く
不
誠
実
な
の
が
相
場
と
い
う
彼
女
の
経
験
則
に
も
と

づ
い
た
意
見
や
、
軽
妙
洒
脱
な
話
し
方
の
ほ
う
が
、
強
く
印

象
に
残
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
趙
盼
児
は
、
妓
女
に
つ
い
て
も
、
四
折
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

【
慶
東
原
】
俺
須
是
賣
空
虚
、
憑
着
那
説
來
了
言
呪
誓
爲

活
路
。
怕
你
不
信
呵
（
注
６
）、
走
徧
花
街
請
妓
女
。
道
死
了

全
家
誓
、説
道
無
重
數
、論
報
應
全
無
。
若
依
着
呪
盟
言
、
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死
的
來
滅
門
戸
。

【
慶
東
原
】
あ
た
し
ら
は
う
そ
を
売
る
の
が
仕
事
、
口
に

し
た
誓
い
の
言
葉
を
た
よ
る
が
生
き
る
道
。
も
し
も
あ
ん

た
が
信
じ
な
い
と
い
う
な
ら
、
花
街
を
駆
け
ず
り
回
っ
て
妓

女
に
頼
ん
で
ご
ら
ん
。
一
家
そ
ろ
っ
て
死
ん
で
も
い
い

と
、
誓
っ
た
こ
と
は
数
知
れ
ず
、
で
も
神
罰
を
受
け
た

こ
と
な
ど
あ
る
も
ん
か
。
も
し
誓
っ
た
言
葉
に
従
っ
て

い
た
ら
、
死
ん
で
妓
楼
は
す
っ
か
ら
か
ん
。

　

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
、
宋
引
章
を
救
い
出
し
、
周
舎
の
と

こ
ろ
か
ら
逃
げ
る
最
中
に
捕
ま
っ
て
し
ま
っ
た
趙
盼
児
が
、

周
舎
か
ら
「
你
説
了
誓
嫁
我
来
」（
お
前
は
俺
に
嫁
ぐ
と
誓
っ

た
じ
ゃ
な
い
か
）
と
責
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
反
論
し

た
言
葉
で
あ
る
。
趙
盼
児
は
、
妓
女
の
立
て
た
誓
い
が
持
つ

意
味
と
は
、
仕
事
上
の
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
で
し
か
な
い
と
し

て
、
ま
っ
た
く
悪
び
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
日
常
的
に
男

女
の
駆
け
引
き
が
行
わ
れ
る
妓
楼
で
は
、
嫖
客
も
、
妓
女
も

し
た
た
か
に
生
き
て
い
る
と
い
う
の
が
、
趙
盼
児
の
考
え
方

な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
趙
盼
児
像
は
、「
李
娃
伝
」
の
李
娃

と
も
、
ほ
か
の
「
書
生
と
妓
女
の
恋
愛
」
劇
に
登
場
す
る
妓

女
と
も
、
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
る（
注
７
）。
こ
の
よ
う
な「
救
風
塵
」

の
異
質
さ
に
つ
い
て
は
、
小
松
謙
に
よ
っ
て
、
男
性
の
論
理

に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
た
文
字
の
世
界
に
あ
り
な
が
ら
「
救

風
塵
」
は
妓
女
の
側
か
ら
士
大
夫
階
級
に
属
す
る
人
間
を
告

発
し
て
い
る
と
い
う
点
で
そ
れ
以
前
の
文
学
作
品
と
は
異
な

る
、
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
（
注
８
）。

　

だ
が
、
先
ほ
ど
の
趙
盼
児
の
考
え
方
が
、
決
し
て
異
質
で

は
な
い
こ
と
を
、
う
か
が
い
知
れ
る
資
料
も
存
在
す
る
。
そ

れ
は
明
の
万
暦
二
七
（
一
五
九
九
）
年
に
出
版
さ
れ
た
妓
楼

の
指
南
書
『
風
月
機
関
』
に
あ
る
以
下
の
記
述
で
あ
る
（
注
９
）。

言
説

、
蓋
不
己
由
。
發
誓
拈
香
、
聽
其
自
順
。

〔
原
注
〕
談
過
闊
之
言
、
説
無
形
之

、
蓋
不
由
己
、
乃

門
戸
中
、
習
染
成
風
耳
。
表
子
既
厚
、
如
要
發
誓
拈
香
、

決
不
可
強
之
。
強
則
勞
本
心
也
。
聽
其
自
然
、順
之
則
妙
。

う
そ
や
で
た
ら
め
を
言
う
の
は
、
自
分
の
本
心
か
ら
で

は
な
い
。
誓
い
を
立
て
た
り
香
を
焚
い
た
り
す
る
の
は
、

そ
の
自
由
に
さ
せ
て
や
る
が
よ
い
。

〔
原
注
〕
い
い
加
減
な
こ
と
を
言
い
、
根
拠
の
な
い
で
た

ら
め
を
言
う
の
は
、
お
そ
ら
く
自
分
か
ら
で
た
も
の
で
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は
な
く
、
妓
楼
で
染
み
つ
き
習
慣
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

も
の
な
の
だ
。
妓
女
の
情
が
深
く
な
っ
て
も
、
誓
い
を

立
て
香
を
焚
く
の
は
、
決
し
て
強
制
し
て
は
い
け
な
い
。

強
制
す
れ
ば
心
を
苦
し
め
る
。
本
人
の
自
由
に
任
せ
て
、

従
っ
て
や
る
の
が
巧
妙
な
や
り
か
た
だ
。

　

こ
こ
に
は
妓
女
の
嘘
や
で
た
ら
め
は
、
本
心
で
は
な
く
、

妓
楼
で
染
み
付
い
た
習
慣
な
の
で
、
妓
女
の
言
葉
を
信
じ
る

な
と
あ
り
、
誓
い
を
立
て
た
り
香
を
焚
い
た
り
す
る
の
も
、

自
由
に
さ
せ
強
制
す
る
な
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
ほ

ど
の
趙
盼
児
の
言
葉
と
同
じ
趣
旨
を
、
妓
女
で
は
な
く
客
の

立
場
か
ら
述
べ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

つ
ま
り
、
世
間
一
般
に
は
、
妓
女
に
対
し
て
不
誠
実
な
イ

メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
で
は
、

妓
女
の
愛
情
の
あ
り
方
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
で
も
っ
て
、
終
始
一
貫
し
て
妓
女
が
描
か
れ
る
と

い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
「
李
娃
伝
」
の
李
娃
に
つ

い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
に
は
男
性
を
騙
し
て
金

を
巻
き
上
げ
る
悪
女
と
し
て
の
側
面
と
、
男
性
の
立
身
出
世

に
尽
力
す
る
義
女
と
し
て
の
側
面
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、
最

終
的
に
は
烈
女
に
落
ち
着
く
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

士
大
夫
層
が
中
心
と
な
っ
て
形
成
さ
れ
る
文
字
の
世
界
で
は
、

彼
ら
に
と
っ
て
理
想
的
な
妓
女
像
が
た
び
た
び
再
生
産
さ
れ
、

一
つ
の
系
譜
を
な
す
に
至
っ
た
。
元
代
の
「
書
生
と
妓
女
の

恋
愛
」
劇
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
系
譜
に
属
す
。

　

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
士
大
夫
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
妓

女
が
主
役
と
な
る
作
品
も
あ
る
。
例
え
ば
、
自
分
を
裏
切
っ

た
書
生
に
復
讐
す
る
妓
女
を
描
い
た
宋
代
の
伝
奇
「
李
雲
娘
」

や
「
陳
叔
文
」
な
ど
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
彼
ら

に
注
意
を
促
す
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
烈
女
か
悪
女
か
と
い
う
問
題
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

士
大
夫
に
利
を
も
た
ら
す
か
、
そ
れ
と
も
害
を
及
ぼ
す
か
と

い
う
観
点
の
違
い
で
し
か
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
趙
盼
児
は
、
利
害
関
係
だ
け
で
単
純
に
議

論
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
。
彼
女
の
言
動
に
は
む
ろ
ん
戯
曲

と
し
て
の
脚
色
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
記
録
に
残
さ
れ
た
妓

女
の
あ
り
方
と
感
覚
的
に
通
じ
る
部
分
が
多
い
。
元
代
の
妓

楼
や
妓
女
の
記
録
と
し
て
知
ら
れ
る
夏
庭
芝
の
『
青
楼
集
』

（
一
三
六
六
年
序
）
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
妓
女
は
役
者
も
兼
ね

て
い
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
妓
女
を
、
妓
女
が
演
じ
た
こ
と
が
、



－ 28 －

作
品
と
現
実
と
の
間
の
溝
を
埋
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
種
の
演
目
が
都
市
の
劇
場
に
お
い
て
庶
民
層
向

け
に
創
作
さ
れ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
る
（
注
10
）。
妓
女
が
よ
う

や
く
人
々
の
目
に
留
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
不
誠
実

な
妓
女
も
、
妓
女
と
し
て
容
認
さ
れ
る
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
「
救
風
塵
」
は
、
士
大
夫
層
と
い
う
縛

り
か
ら
解
放
さ
れ
、
妓
女
の
視
点
が
採
用
さ
れ
た
だ
け
で
は

な
く
、
妓
女
の
あ
り
の
ま
ま
に
着
目
し
た
と
い
う
点
で
、
妓

女
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
そ
の
ほ
か
の
作
品
と
は
異
な
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　

四　

お
わ
り
に

　

唐
代
伝
奇
以
降
、
妓
女
を
題
材
と
す
る
文
学
作
品
が
数
多

く
創
作
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
評
価
が
高
い

の
が
「
救
風
塵
」
で
あ
る
。
男
性
の
立
身
出
世
を
補
佐
し
、

愛
を
貫
く
妓
女
の
姿
は
、
士
大
夫
に
と
っ
て
理
想
的
な
女
性

像
で
あ
り
、
中
国
古
典
文
学
に
お
い
て
一
つ
の
系
譜
を
な
す

ほ
ど
創
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
「
救
風
塵
」
に
は
、

士
大
夫
に
対
す
る
配
慮
が
薄
れ
、
等
身
大
の
妓
女
が
描
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
妓
女
像
こ
そ
、「
救
風
塵
」

の
魅
力
だ
と
い
え
る
。

注１
．『
戯
曲
集
』
上
（『
中
国
古
典
文
学
大
系
』
第
五
二
巻
、

平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
）「
解
説
」、
四
六
三
頁
。
こ
こ
で

田
中
謙
二
は
、
元
雑
劇
作
家
の
中
で
関
漢
卿
を
第
一
と
し
、

彼
の
代
表
的
作
品
と
し
て
「
救
風
塵
」
が
五
本
の
指
に
入

る
と
述
べ
る
。

２
．
主
な
先
行
研
究
と
し
て
、
王
季
思
「
談
関
漢
卿
及
其

作
品
『
竇
娥
冤
』
和
『
救
風
塵
』」（
古
典
文
学
出
版
社

編
集
部
編
『
関
漢
卿
研
究
論
文
集
』、
古
典
文
学
出
版
社
、

一
九
五
八
年
所
収
）、一
九
〇-

二
〇
一
頁
。黄
克「『
救
風
塵
』

中
的
趙
盼
児
」（『
関
漢
卿
戯
劇
人
物
論
』、
人
民
文
学
出
版
、

一
九
八
四
年
）、
八
三-

九
三
頁
。

３
．
テ
キ
ス
ト
は
古
名
家
本
と
、『
元
曲
選
』
と
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。
本
論
で
は
、『
元
曲
選
』
よ
り
も
古
い
体
裁
を
残

し
て
い
る
古
名
家
本
を
用
い
た
。
古
名
家
本
は
『
古
本
戯

曲
叢
刊
』
四
集
（
商
務
印
書
館
、
一
九
五
八
年
所
収
）
を

使
用
し
、藍
立
蓂
校
点『
彙
校
詳
注
關
漢
卿
集
』（
中
華
書
局
、
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二
〇
〇
六
年
）
に
も
と
づ
い
て
校
訂
し
た
。

４
．
大
木
康
「
馮
夢
龍
と
妓
女
」（『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』

第
四
八
輯
、
一
九
八
九
年
所
収
）
参
照
。

５
．
襯
字
の
部
分
に
つ
き
、
文
字
の
大
き
さ
を
変
え
る
。

６
．
注
５
に
同
じ
。

７
．「
救
風
塵
」
以
外
に
も
、
旦
本
に
は
関
漢
卿
「
謝
天
香
」、

関
漢
卿「
金
線
池
」、石
君
宝「
曲
江
池
」、張
寿
卿「
紅
梨
花
」、

賈
仲
名「
対
玉
梳
」、馬
致
遠「
青
衫
涙
」、喬
吉「
両
世
姻
縁
」、

戴
善
甫
「
風
光
好
」、
無
名
氏
「
雲
窗
夢
」
が
あ
る
。
末
本

に
は
、武
漢
臣
「
玉
壷
春
」、喬
吉
「
揚
州
夢
」、無
名
氏
「
百

花
亭
」
が
あ
る
。

８
．
小
松
謙
『「
現
実
」
の
浮
上
―
―
「
せ
り
ふ
」
と
「
描
写
」

の
中
国
文
学
史
―
―
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
第
六

章
「
白
話
文
学
の
確
立
」、
一
七
三
頁
。

９
．『
風
月
機
関
』
の
本
文
は
坂
出
祥
伸
・
小
川
陽
一
編
『
三

台
万
用
正
宗
』
巻
二
一
（『
中
国
日
用
類
書
集
成
』
第
四
巻
、

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）、
三
三
七
頁
の
記
述
。
日

本
語
訳
は
小
川
陽
一
『
明
代
の
遊
郭
事
情　

風
月
機
関
』

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
所
収
）
訳
文
一
「
風
月
機
関
」、

五
三
頁
の
記
述
に
基
づ
き
、
一
部
加
筆
し
た
。

10
．
田
仲
一
成
『
中
国
演
劇
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
年
）
第
四
章
「
元
代
演
劇
の
形
成
」、
九
七-

一
五
〇
頁
。


